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一　
地
上
戦
の
表
象
と〈
島
民
〉の
忘
却
│「
硫
黄
島
二
部
作
」が
伝
達
し
な
い
こ
と

　

二
〇
〇
六
年
、
ク
リ
ン
ト
・
イ
ー
ス
ト
ウ
ッ
ド
監
督
の
「
硫
黄
島
二
部
作
」
が
い
わ
ゆ

る
「
硫
黄
島
ブ
ー
ム
」
を
引
き
起
こ
し
た
。
そ
の
一
本
で
あ
る
『
父
親
た
ち
の
星
条
旗

F
lags of O

ur F
ath

ers

』（
配
給
：
ワ
ー
ナ
ー
ブ
ラ
ザ
ー
ズ
）
は1

、
戦
場
映
画
に
あ
り
が
ち

な
意
味
の
過
剰
、
と
り
わ
け
戦
死
を
め
ぐ
る
意
味
へ
の
脅
迫
か
ら
距
離
を
と
る
こ
と
が
で

き
た
、
た
い
へ
ん
希
有
な
作
品
だ
と
思
わ
れ
る
。

　

イ
ー
ス
ト
ウ
ッ
ド
は
こ
の
映
画
で
、
硫
黄
島
の
戦
場
シ
ー
ン
を
す
べ
て
兵
士
た
ち
の
回

想
や
フ
ラ
ッ
シ
ュ
バ
ッ
ク
と
し
て
描
く
。
そ
の
提
示
方
法
も
特
異
で
あ
り
、
蓮
實
重
彦
が

指
摘
す
る
よ
う
に
、「
回
想
し
て
い
る
の
が
誰
だ
か
わ
か
ら
な
い
。
そ
い
つ
の
若
い
と
き

の
顔
が
ど
れ
か
も
わ
か
ら
な
い
。
…
﹇
中
略
﹈
…
と
こ
ろ
が
そ
の
わ
か
ら
な
い
こ
と
が
わ

か
ら
な
い
ま
ま
に
話
が
流
れ
て
い
く2

」。
想
起
し
意
味
づ
け
る
主
体
で
は
な
く
、
想
起
そ

の
も
の
の
シ
ー
ク
エ
ン
ス
が
前
面
に
出
て
く
る
。
こ
う
し
た
手
法
は
、
既
存
の
戦
場
に
か

か
わ
る
表
象
の
ほ
と
ん
ど
が
（
主
体

≒

国
民

≒

人
類
に
と
っ
て
の
）
生
や
死
の
意
味
へ
の

脅
迫
に
満
ち
て
い
る
こ
と
を
自
覚
し
た
う
え
で
採
用
さ
れ
た
戦
略
で
あ
る
だ
ろ
う
。
こ
の

映
画
は
、
想
起
と
い
う
情
動
レ
ヴ
ェ
ル
の
シ
ー
ク
エ
ン
ス
そ
れ
自
体
に
〈
戦
場
〉
を
語
ら

せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
結
果
的
に
戦
場
に
お
け
る
死
の
無
惨
さ
、
元
兵
士
の
ト
ラ
ウ
マ
の

深
刻
さ
、
そ
し
て
総
力
戦
国
家
が
必
要
と
す
る
「
国
民
的
英
雄
」「
国
民
的
犠
牲
」
と
い

っ
た
意
味
へ
の
脅
迫
の
欺
瞞
を
、
次
々
に
浮
か
び
上
が
ら
せ
て
い
く
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
そ
の
傍
ら
で
、『
父
親
た
ち
の
星
条
旗
』
が
映
像
か
ら
排
除
し
た
も
の
が
あ
る
。

イ
ー
ス
ト
ウ
ッ
ド
は
、
た
ま
た
ま
硫
黄
島
の
摺
鉢
山
に
星
条
旗
を
立
て
る
写
真
の
被
写
体

に
な
っ
た
「
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
」
の
海
兵
隊
員
ア
イ
ラ
が
、
戦
場
か
ら
の
生
還
後
に
ト
ラ
ウ

◀

1
原
作
はB

radley, Jam
es &

 Pow
ers, 

R
on

, “Flags of O
u
r Fath

ers”, 

B
antam

 B
ooks, 2

0
0
0
.

（
＝
島
田

三
蔵 

訳
『
硫
黄
島
の
星
条
旗
』
文

藝
春
秋
、
二
〇
〇
二
）。
た
だ
し
映

画
と
記
録
文
学
は
当
然
に
も
表
現
様

式
が
異
な
る
た
め
、
本
稿
に
お
け
る

論
評
は
映
画
作
品
の
み
を
対
象
と
し

た
も
の
で
あ
る
。

◀

2
中
原
昌
也
／
蓮
實
重
彦
「
映
画
の
頭

脳
破
壊 

第
１
回
：
人
類
の
創
生―

硫
黄
島
か
ら
の
手
紙
」『
文
學
界
』

二
〇
〇
七
年
一
月
号
、
文
藝
春
秋
。

米
軍
戦
勝
記
念
レ
リ
ー
フ
（
小
笠
原

村
教
育
委
員
会 

編
『
ひ
ら
け
ゆ
く

小
笠
原
』
一
九
八
五
）

硫
黄
島
に
残
る
日
本
軍
高
射
砲
の
残

骸（
小
笠
原
村
教
育
委
員
会 

前
掲
）

小笠原諸島・硫黄諸島（火山列島）の位置関係
（郭南燕／ガバン・マコーマック『小笠原諸島―アジア・太平洋から見た環境文化』平凡社、2005）

1937年時点の硫黄島集落地図
（岩崎健吉「硫黄島の地誌学的研究」三野与吉 編
『地理学者岩崎健吉―その生涯と学会活動』朝倉書店、［1944］1973）
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マ
と
差
別
に
苦
し
み
な
が
ら
「
国
民
的
英
雄
」
と
し
て
米
国
戦
時
国
債
販
売
キ
ャ
ン
ペ
ー

ン
に
利
用
さ
れ
つ
く
す
過
程
を
、
執
拗
に
描
い
て
い
る
。
だ
が
他
方
で
日
本
兵
は
、「
見

え
な
い
敵
」
一
般
と
し
て
表
象
さ
れ
て
い
る
。
当
然
に
も
、
現
地
徴
用
さ
れ
地
上
戦
に
動

員
さ
れ
た
硫
黄
島
民
は
登
場
し
な
い
。
こ
の
こ
と
を
象
徴
す
る
か
の
よ
う
に
、
イ
ー
ス
ト

ウ
ッ
ド
は
硫
黄
島
侵
攻
に
先
立
つ
シ
ー
ン
で
、
兵
士
た
ち
に
訓
辞
す
る
海
兵
隊
の
将
校

に
、
硫
黄
島
は
「
摺
鉢
山
以
外
何
も
な
い
」「
醜
い
岩
の
塊
」
だ
と
い
う
台
詞
を
語
ら
せ

る
。
じ
っ
さ
い
『
父
親
た
ち
の
星
条
旗
』
は
、
元
兵
士
た
ち
の
想
起
の
シ
ー
ク
エ
ン
ス
の

な
か
に
「
醜
い
岩
の
塊
」
と
し
て
の
硫
黄
島
の
イ
メ
ー
ジ
を
執
拗
に
反
復
さ
せ
る
が
、
そ

の
こ
と
は
同
時
に
硫
黄
諸
島
に
お
け
る
住
民
や
社
会
の
存
在
を
端
的
に
映
像
か
ら
排
除
す

る
効
果
を
も
っ
て
し
ま
う
。

　
「
二
部
作
」
の
も
う
一
本
『
硫
黄
島
か
ら
の
手
紙L

etters from
 Iw

o Jim
a

』（
配
給
：
ワ

ー
ナ
ー
ブ
ラ
ザ
ー
ズ
）
は
、
硫
黄
島
の
地
上
戦
を
指
揮
し
た
小
笠
原
兵
団
長
の
栗
林
忠
道

中
将
が
島
か
ら
「
内
地
」
の
家
族
に
向
け
て
送
っ
た
書
簡
を
原
作
と
し
て
い
る
た
め3

、
栗

林
を
め
ぐ
る
状
況
に
そ
れ
な
り
の
ウ
ェ
イ
ト
が
置
か
れ
た
映
像
に
な
っ
て
い
る
。『
硫
黄

島
か
ら
の
手
紙
』
は
ま
ず
こ
の
点
で
、
ほ
ぼ
一
貫
し
て
兵
士
た
ち
に
照
準
し
続
け
た
『
父

親
た
ち
の
星
条
旗
』
と
は
か
な
り
性
質
が
異
な
る
映
画
で
あ
る
。

　

ま
た
『
硫
黄
島
か
ら
の
手
紙
』
は
物
語
性
が
強
く
、『
父
親
た
ち
の
星
条
旗
』
ほ
ど
に

は
戦
場
の
生
と
死
に
ま
つ
わ
る
意
味
の
過
剰
か
ら
距
離
を
と
る
こ
と
が
で
き
て
い
な
い
。

イ
ー
ス
ト
ウ
ッ
ド
は
こ
の
映
画
で
も
、
先
走
っ
て
玉
砕
す
る
隊
や
自
決
す
る
兵
士
た
ち
の

姿
を
描
き
、
戦
場
に
お
け
る
死
の
無
惨
さ
を
浮
き
彫
り
に
し
よ
う
と
す
る
が
、
こ
れ
と
対

比
さ
れ
る
形
で
栗
林
と
い
う
存
在
に
は
む
し
ろ
過
剰
な
意
味
が
付
与
さ
れ
て
い
く
。
こ
こ

で
の
栗
林
は
、
大
本
営
か
ら
捨
て
駒
に
さ
れ
な
が
ら
も
、
米
軍
の
戦
意
を
挫
く
た
め
に
塹

壕
戦
を
軸
と
し
た
戦
術
で
粘
り
強
い
抵
抗
を
試
み
、「
わ
れ
わ
れ
の
子
ど
も
ら
が
日
本
で

一
日
で
も
長
く
、
安
泰
に
暮
ら
せ
る
」﹇
劇
中
の
栗
林
の
台
詞
﹈
た
め
に
貢
献
し
た
、
徹

底
的
に
「
合
理
的
」
な
戦
術
家
と
し
て
浮
き
立
た
せ
ら
れ
る4

。

　

こ
の
映
画
に
は
一
シ
ー
ク
エ
ン
ス
だ
け
、
硫
黄
島
の
住
民
と
そ
の
集
落
が
登
場
す
る
。

そ
し
て
イ
ー
ス
ト
ウ
ッ
ド
は
、
米
軍
機
に
よ
る
空
襲
の
激
化
を
受
け
て
住
民
を
強
制
疎
開

さ
せ
る
決
定
を
行
う
栗
林
に
、「
島
民
は
速
や
か
に
本
土
に
戻
す

0

0

こ
と
に
し
ま
し
ょ
う
」

と
語
ら
せ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
時
点
で
の
硫
黄
諸
島
は
、
最
初
の
本
格
的
な
入
植
が
開

始
さ
れ
て
か
ら
半
世
紀
以
上
を
経
て
お
り
、
そ
こ
に
は
ま
ぎ
れ
も
な
く
社
会
生
活
が
培
わ

れ
て
い
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
あ
く
ま
で
も
強
制
疎
開
＝
強
制
移
住
は
「
戻
す
」
と
表

現
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
イ
ー
ス
ト
ウ
ッ
ド
は
、
栗
林
を
「
島
民
」
を
「
本
土
」
に

「
戻
す
」
措
置
を
決
断
し
た
「
人
道
的
」
存
在
と
し
て
表
現
す
る
い
っ
ぽ
う
、
強
制
疎
開

の
対
象
か
ら
外
さ
れ
地
上
戦
に
動
員
さ
れ
た
硫
黄
諸
島
出
身
者
た
ち
の
存
在
に
つ
い
て
は
、

端
的
に
映
像
か
ら
排
除
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。

　

そ
し
て
『
硫
黄
島
か
ら
の
手
紙
』
に
登
場
す
る
日
本
兵
は
、『
父
親
た
ち
の
星
条
旗
』

の
米
兵
よ
り
さ
ら
に
露
骨
に
、
こ
の
島
に
社
会
が
あ
る
／
あ
っ
た
こ
と
を
消
去
す
る
よ
う

な
言
葉
を
吐
く
。

「
く
そ
っ
、
こ
ん
な
島
、
ア
メ
公
に
や
っ
ち
ま
え
ば
い
い
ん
だ
よ
。
何
に
も
生
え
ね

え
し
、
く
せ
え
し
、
暑
い
し
、
虫
だ
ら
け
だ
よ
。
し
か
も
水
が
ね
え
…
」

「
こ
の
島
は
、
神
聖
な
国
土
の
一
部
や
な
い
か
」

「
ど
こ
が
神
聖
な
ん
だ
よ
、
こ
ん
な
島
。
い
っ
そ
の
こ
と
、
こ
ん
な
島
ア
メ
リ
カ
に

く
れ
て
や
ろ
う
ぜ
。
そ
う
す
り
ゃ
家う

ち

に
帰
れ
る
」

　

こ
れ
は
、
破
壊
さ
れ
て
い
く
故
郷
で
地
上
戦
に
動
員
さ
れ
た
島
民
の
「
同
僚
」
で
あ
る

「
日
本
人
」
兵
士
の
台
詞
で
あ
る5

。

　

周
知
の
よ
う
に
、
ア
ジ
ア
太
平
洋
戦
争
末
期
に
住
民
の
大
多
数
を
島
に
残
留
さ
せ
た
ま

ま
地
上
戦
へ
突
入
し
た
沖
縄
島
と
そ
の
周
辺
の
島
々
に
つ
い
て
は
、
軍
務
動
員
さ
れ
た
住

民
た
ち
の
状
況
に
関
す
る
幾
多
の
研
究
が
蓄
積
さ
れ
て
い
る
。

　

日
本
軍
は
沖
縄
諸
島
と
同
様
、
小
笠
原
諸
島
や
硫
黄
諸
島
に
お
い
て
も
米
軍
と
の
地
上

戦
の
遂
行
を
想
定
し
、「
本
土
」
防
衛
の
た
め
の
「
捨
て
石
」
と
し
て
の
利
用
を
図
っ
て

い
た6

。
硫
黄
諸
島
に
お
い
て
も
凄
惨
と
い
う
ほ
か
な
い
地
上
戦
が
展
開
さ
れ
た
が
、
地
上

戦
に
参
画
し
た
の
は
ほ
ぼ
全
員
が
軍
関
係
者
で
あ
っ
た
。
沖
縄
諸
島
の
場
合
と
異
な
り
、

硫
黄
諸
島
民
の
大
多
数
は
地
上
戦
開
始
以
前
に
「
内
地
」
へ
強
制
疎
開
さ
せ
ら
れ
て
い
た

か
ら
で
あ
る7

。
だ
が
既
述
の
よ
う
に
、
こ
の
時
点
で
硫
黄
諸
島
は
す
で
に
半
世
紀
以
上
、

入
植
地
と
し
て
発
展
し
て
き
て
い
た
。
そ
し
て
小
笠
原
諸
島
や
硫
黄
諸
島
で
も
、
沖
縄
諸

島
と
は
規
模
が
異
な
る
と
は
い
え
、
現
地
徴
用
さ
れ
強
制
疎
開
の
対
象
か
ら
も
除
外
さ
れ

◀

3
原
作
は
、
栗
林
忠
道 

著
／
吉
田
津
由

子 

編『「
玉
砕
総
指
揮
官
」の
絵
手
紙
』

小
学
館
、
二
〇
〇
二
。
注
１
と
同
様
、

こ
こ
で
も
本
稿
は
映
画
作
品
の
み
に

つ
い
て
論
評
し
て
い
る
。
栗
林
は
陸

軍
所
属
の
中
将
（
死
の
直
前
に
大
将

に
昇
進
）
で
あ
っ
た
が
、
小
笠
原
兵

団
は
大
本
営
に
直
属
し
て
い
た
。

◀

4
加
藤
陽
子
は
こ
う
し
た
イ
ー
ス
ト
ウ

ッ
ド
に
よ
る
栗
林
へ
の
意
味
づ
け
に

異
を
唱
え
、
む
し
ろ
栗
林
率
い
る
小

笠
原
兵
団
が
硫
黄
島
で
一
ヶ
月
以
上

も
ち
こ
た
え
た
こ
と
を
、
日
本
陸
軍

の
徹
底
抗
戦
派
が
「
本
土
決
戦
へ
国

民
を
導
く
た
め
、
嫌
と
い
う
ほ
ど
利

用
し
」
た
点
を
強
調
す
る
（
保
阪
正

康
／
加
藤
陽
子
／
福
田
和
也
「
新
資

料
か
ら
立
ち
の
ぼ
る
栗
林
忠
道
の
品

格
」『
週
刊
現
代
』
二
〇
〇
七
年
一

月
六・一
三
日
合
併
号
、
講
談
社
）。

◀

5
こ
の
語
り
は
、
米
軍
に
奪
取
さ
れ
る

前
に
硫
黄
島
を
海
に
沈
め
る
と
い

う
、
小
笠
原
兵
団
参
謀
の
堀
江
芳
孝

少
佐
が
も
っ
て
い
た
構
想
と
コ
イ
ン

の
表
裏
を
な
し
て
い
る
（
堀
江
芳
孝

『
闘
魂　

硫
黄
島―

小
笠
原
兵
団
参

謀
の
回
想
』
光
人
社
、﹇
一
九
六
五
﹈

二
〇
〇
五
、七
三
│
八
六
頁
）。

◀

6
硫
黄
諸
島
は
、
硫
黄
島
（
ま
た
は
中

硫
黄
島
）、
北
硫
黄
島
、
南
硫
黄
島

か
ら
な
る
。
こ
の
う
ち
地
上
戦
が
行

わ
れ
た
硫
黄
島
は
、
東
京
都
心
か
ら

南
方
に
約
一
二
五
〇
㎞
、
父
島
か
ら

南
南
西
に
約
二
八
〇
㎞
、
サ
イ
パ
ン

島
の
約
一
一
〇
〇
㎞
北
方
に
位
置
す

る
火
山
島
で
あ
る
。硫
黄
諸
島
は「
火

山
列
島
」
と
も
呼
ば
れ
る
が
、
本
稿

で
は
硫
黄
諸
島
で
統
一
す
る
。
ま
た

行
政
区
分
上
で
は
、
現
在
の
硫
黄
諸

島
は
南
鳥
島
な
ど
と
と
も
に
東
京
都

小
笠
原
村
に
属
し
、「
小
笠
原
諸
島
」

の
一
部
と
し
て
扱
わ
れ
る
が
、
本
稿

で
は
両
諸
島
を
弁
別
し
、
小
笠
原
諸

島
を
父
島
・
母
島
お
よ
び
そ
の
周
辺

の
島
々
に
限
定
し
て
使
用
す
る
。



そ
こ
に
社
会
が
あ
っ
た―

硫
黄
島
の
地
上
戦
と
〈
島
民
〉
た
ち　

─　

29

た
住
民
た
ち
が
存
在
し
た
。

　

し
か
し
「
戦
後
」
日
本
社
会
は
、
日
米
軍
の
地
上
戦
が
行
わ
れ
た
硫
黄
島
に
住
民
の
社

会
生
活
が
存
在
し
た
こ
と
や
、
地
上
戦
で
戦
死
し
た
人
び
と
の
な
か
に
現
地
徴
用
さ
れ
た

硫
黄
島
民
が
い
た
こ
と
を
、
忘
却
し
て
き
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

　

イ
ー
ス
ト
ウ
ッ
ド
の
映
画
に
か
ぎ
ら
ず
、
日
本
内
外
で
刊
行
さ
れ
た
硫
黄
諸
島
の
「
戦

争
」
や
「
戦
後
」
に
関
す
る
お
び
た
だ
し
い
数
の
一
般
向
け
著
述
や
映
像
の
大
半
は
、
諸

島
外
（
主
に
日
本
「
本
土
」
と
米
国
「
本
土
」）
か
ら
動
員
さ
れ
て
地
上
戦
に
参
加
し
た

戦
闘
員
の
経
験
に
ば
か
り
照
準
し
て
き
た
。
社
会
的
影
響
が
無
視
で
き
な
い
こ
れ
ら
「
戦

記
物
」
か
ら
は
、
硫
黄
諸
島
民
の
経
験
を
う
か
が
う
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
で
き
な
い
。
ア
カ

デ
ミ
ッ
ク
な
著
述
で
も
、
強
制
疎
開
前
の
硫
黄
諸
島
で
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
行
っ
た
経

験
を
も
つ
地
理
学
者
の
石
田
龍
次
郎
や
岩
崎
健
吉
の
調
査
報
告8

、
一
九
八
〇
年
代
に
財
団

法
人
都
市
調
査
会
が
行
っ
た
硫
黄
諸
島
関
係
の
文
献
資
料
調
査
報
告9

、
そ
し
て
ロ
バ
ー

ト
・
エ
ル
ド
リ
ッ
ヂ
に
よ
る
国
際
関
係
論
的
な
観
点
か
ら
の
部
分
的
な
言
及
を
除
け
ば10

、

硫
黄
諸
島
民
に
焦
点
を
あ
て
た
人
文
・
社
会
科
学
的
な
研
究
は
皆
無
に
近
い
。

　

以
下
で
本
稿
は
、
ア
ジ
ア
太
平
洋
戦
争
に
い
た
る
ま
で
半
世
紀
以
上
か
け
て
形
作
ら
れ

て
き
た
硫
黄
諸
島
の
入
植
者
の
社
会
に
つ
い
て
、
従
来
ふ
れ
ら
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
資

料
も
参
照
し
な
が
ら
、
そ
の
輪
郭
を
描
き
出
そ
う
と
思
う
。
ま
た
こ
の
群
島
の
人
び
と
は
、

ア
ジ
ア
太
平
洋
戦
争
の
前
線
に
置
か
れ
強
制
疎
開
や
軍
務
動
員
の
対
象
と
な
り
、
戦
後
は

長
ら
く
故
郷
喪
失
・
住
民
離
散
（
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
状
況
）
の
な
か
で
生
き
る
こ
と
を
強
い

ら
れ
て
き
た
。
こ
の
よ
う
な
硫
黄
諸
島
民
（
の
子
孫
）
の
経
験
が
ど
の
よ
う
に
〈
伝
達
〉

さ
れ
て
い
く
べ
き
な
の
か
に
つ
い
て
も
、
紙
幅
の
許
す
範
囲
で
考
察
を
行
い
た
い
。

二　
農
業
入
植
地
と
し
て
の
硫
黄
諸
島―

日
本
帝
国
の
「
南
洋
」
開
発
の
な
か
で

　

硫
黄
諸
島
は
小
笠
原
諸
島
な
ど
と
と
も
に
、
日
本
帝
国
に
お
け
る
早
期
の
「
南
洋
」
入

植
地
と
し
て
発
達
し
た
群
島
で
あ
る
。

　

小
笠
原
諸
島
と
硫
黄
諸
島
は
も
と
も
と
無
人
島
で
あ
っ
た
。
小
笠
原
諸
島
で
は
一
八
三

〇
年
頃
、
捕
鯨
業
の
隆
盛
を
背
景
と
し
て
北
西
太
平
洋
に
も
世
界
市
場
の
波
が
押
し
寄
せ

る
な
か
、
欧
米
大
陸
や
太
平
洋
・
大
西
洋
・
イ
ン
ド
洋
の
島
々
な
ど
世
界
各
地
か
ら
出
身

地
も
経
歴
も
雑
多
な
人
び
と
が
入
植
ま
た
は
寄
留
し
始
め
、
寄
港
す
る
捕
鯨
船
と
の
交
易

な
ど
を
基
盤
に
、
海
に
開
か
れ
た
自
律
的
な
エ
コ
ノ
ミ
ー
を
形
作
っ
て
い
た
。
だ
が
一

八
七
〇
年
代
、
明
治
政
府
が
小
笠
原
諸
島
に
対
す
る
排
他
的
な
法
の
導
入
に
成
功
す
る
と
、

か
れ
ら
（
の
子
孫
）
は
す
べ
て
日
本
帝
国
の
臣
民
＝
国
民
と
し
て
帰
化
さ
せ
ら
れ
、「
帰

化
人
」
と
し
て
掌
握
さ
れ
て
い
く11

。
こ
れ
と
並
行
し
て
「
内
地
」
か
ら
小
笠
原
諸
島
へ
の

入
植
が
進
め
ら
れ
、
こ
の
群
島
は
急
速
に
人
口
を
増
や
し
て
い
っ
た
。

　

硫
黄
諸
島
は
そ
の
後
も
し
ば
ら
く
無
人
島
の
状
態
が
続
い
て
い
た
が
、
一
八
八
七
年
一

一
月
、
東
京
府
知
事
の
高
崎
五
六
が
率
い
る
「
南
洋
」
視
察
団
が
、
そ
の
一
二
年
前
に
小

笠
原
諸
島
の
領
有
を
宣
言
す
る
明
治
政
府
の
官
吏
団
を
乗
せ
て
い
た
蒸
気
軍
艦
・
明
治
丸

で
、
伊
豆
諸
島
か
ら
小
笠
原
諸
島
を
経
て
硫
黄
諸
島
ま
で
巡
航
し
た12

。
こ
の
巡
航
に
刺
激

さ
れ
た
父
島
の
住
民
・
田
中
栄
次
郎
は
一
八
八
九
年
、
漁
業
や
硫
黄
採
掘
の
試
験
の
た
め

に
部
下
を
率
い
て
帆
船
で
硫
黄
島
に
渡
航
し
、
開
発
に
着
手
す
る
。
そ
し
て
一
八
九
一
年

九
月
、
日
本
帝
国
は
勅
令
に
よ
っ
て
硫
黄
諸
島
の
領
有
を
宣
言
し
、
翌
九
二
年
か
ら
硫
黄

島
で
硫
黄
採
掘
を
目
的
と
し
た
本
格
的
な
入
植
が
開
始
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
北
硫
黄
島
へ

の
入
植
・
開
発
も
、
一
八
九
八
年
に
は
本
格
的
に
着
手
さ
れ
た13

。

　

硫
黄
諸
島
の
入
植
者
数
は
当
初
は
わ
ず
か
で
あ
っ
た
が
、
後
述
す
る
農
業
経
済
の
発
展

に
よ
っ
て
、
一
九
一
〇
年
前
後
か
ら
表
1
の
よ
う
に
急
激
に
増
え
続
け
た
。
入
植
者
の
な

か
で
は
、
八
丈
島
の
出
身
者
と
、
先
に
「
南
洋
」
入
植
地
と
し
て
開
発
が
進
ん
で
い
た
小

笠
原
諸
島
の
父
島
・
母
島
か
ら
の
（
再
）
移
住
者
が
、
か
な
り
の
割
合
を
占
め
て
い
た
。

一
九
三
八
年
に
前
述
の
岩
崎
健
吉
が
硫
黄
島
の
大
正
尋
常
高
等
小
学
校
の
児
童
に
つ
い
て

「
父
兄
原
籍
地
」
の
悉
皆
調
査
を
実
施
し
た
と
こ
ろ
、
半
数
の
「
原
籍
地
」
が
こ
の
三
島

に
集
中
し
て
い
た
と
い
う14

。

　

硫
黄
島
に
は
河
川
が
な
い
ば
か
り
か
湧
き
水
も
地
下
水
も
な
か
っ
た
た
め
、
島
民
た
ち

は
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
水
槽
に
導
水
管
を
引
い
て
雨
水
を
溜
め
、
こ
れ
を
汲
ん
で
生
活
用
水

や
農
業
用
水
に
使
用
し
て
い
た15

。
そ
れ
で
も
硫
黄
島
の
主
産
業
は
、
強
制
疎
開
に
い
た
る

ま
で
ほ
ぼ
一
貫
し
て
農
業
で
あ
っ
た
。
表
2
か
ら
は
、
強
制
疎
開
直
前
の
硫
黄
諸
島
民
の

う
ち
約
半
数
が
、
農
業
を
主
た
る
生
計
手
段
と
す
る
世
帯
に
属
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

◀

7
大
日
本
帝
国
憲
法
下
で
の
定
義
に

し
た
が
え
ば
、
北
海
道
、
沖
縄
諸
島
、

小
笠
原
諸
島
そ
し
て
硫
黄
諸
島
な

ど
は
、
法
文
の
上
で
は
「
内
地
」
の

範
囲
に
含
ま
れ
る
。
だ
が
こ
れ
ら
の

島
々
の
住
民
は
、
本
州
、
九
州
、
四

国
と
そ
の
周
辺
の
島
々
を
「
内
地
」

と
他
称
し
て
き
た
。
本
稿
に
お
い
て

も
、後
者
の
俗
称
と
し
て
の
「
内
地
」

を
カ
ッ
コ
つ
き
で
使
用
す
る
。

◀

8

 

石
田
龍
次
郎
「
硫
黄
島
」『
日
本

地
理
大
系 

四
巻
：
関
東
篇
』
改
造

社
、
一
九
三
〇
。
同
「
硫
黄
島
の
産

業
的
進
化―

孤
立
環
境
に
関
す
る
経

済
地
理
学
的
考
察
」『
地
理
学
評
論
』

六
巻
七
号
、
一
九
三
〇
。
岩
崎
健
吉

「
硫
黄
島
の
地
誌
学
的
研
究
」
三
野

与
吉 

編
『
地
理
学
者
岩
崎
健
吉―

そ
の
生
涯
と
学
会
活
動
』
朝
倉
書
店
、

﹇
一
九
四
四
﹈
一
九
七
三
。

◀

9
財
団
法
人
都
市
調
査
会 

編
『
硫
黄

島
関
係
既
存
資
料
等
収
集
・
整
理
調

査
報
告
書
』
一
九
八
二
。

◀

10
ロ
バ
ー
ト
・
エ
ル
ド
リ
ッ
ヂ
『
硫
黄

島
と
小
笠
原
を
め
ぐ
る
日
米
関
係
』

南
方
新
社
、
二
〇
〇
八
。

◀

11
拙
著
『
近
代
日
本
と
小
笠
原
諸
島

―

移
動
民
の
島
々
と
帝
国
』
平
凡
社
、

二
〇
〇
七
。
拙
著
は
こ
う
し
て
帰
化

さ
せ
ら
れ
て
い
っ
た
人
び
と
（
の
子

孫
）
に
照
準
し
、
か
れ
ら
が
世
界
市

場
の
動
向
や
主
権
的
な
力
に
翻
弄
さ

れ
な
が
ら
も
、
群
島
で
培
っ
て
き
た

エ
コ
ノ
ミ
ー
を
実
践
的
に
組
み
換
え

つ
つ
、
ど
の
よ
う
に
生
き
ぬ
い
て
き

た
の
か
を
叙
述
し
た
。

◀

12
こ
の
「
南
洋
」
巡
航
は
、
横
尾
東
作

ら
が
榎
本
武
揚
へ
硫
黄
諸
島
の
開

発
を
建
議
し
、「
南
洋
公
会
設
立
大

意
」
を
起
草
し
て
実
現
さ
せ
た
企

画
で
あ
っ
た
（
望
月
雅
彦
「
玉
置
半

右
衛
門
と
鳥
島
開
拓―

明
治
期
邦
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硫
黄
諸
島
で
は
入
植
当
初
か
ら
二
〇
世
紀
初
頭
ま
で
、
硫
黄
採
掘
と
漁
業
、
野
菜
類
の

栽
培
に
よ
る
自
給
自
足
的
な
エ
コ
ノ
ミ
ー
が
継
続
し
て
い
た
。
そ
の
後
一
九
〇
七
年
頃
に

は
綿
花
の
栽
培
が
主
流
と
な
っ
た
が
、
一
九
一
〇
年
代
に
は
甘
蔗
の
栽
培
と
白
下
糖
の
製

造
に
特
化
し
た
モ
ノ
カ
ル
チ
ャ
ー
経
済
が
形
成
さ
れ
た
。
し
か
し
一
九
二
〇
年
代
後
半
に

は
、
国
際
市
場
に
お
け
る
糖
価
の
下
落
に
と
も
な
っ
て
糖
業
モ
ノ
カ
ル
チ
ャ
ー
経
済
の

維
持
も
困
難
に
な
っ
て
き
た
た
め
、
糖
業
の
ほ
か
に
、
コ
カ
の
栽
培
と
コ
カ
イ
ン
の
製
造
、

香
水
の
原
料
と
な
る
レ
モ
ン
グ
ラ
ス
や
農
業
用
殺
虫
剤
の
原
料
と
な
る
デ
リ
ス
の
栽
培
と

精
製
、
さ
ら
に
「
内
地
」
市
場
に
移
出
さ
れ
る
蔬
菜
類
の
栽
培
な
ど
、
農
産
物
の
多
角
化

が
図
ら
れ
、
と
り
わ
け
コ
カ
の
移
出
額
は
一
九
三
〇
年
代
に
入
る
と
砂
糖
の
移
出
額
を
上

回
っ
て
い
く
。
た
だ
し
前
述
の
よ
う
に
河
川
や
湧
水
が
な
い
た
め
、
米
は
栽
培
で
き
ず
一

貫
し
て
移
入
に
頼
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た16

。

　

一
九
二
九
年
に
硫
黄
島
の
北
部
落
で
生
ま
れ
九
歳
ま
で
島
で
育
っ
た
浅
沼
碩ひ

ろ
ゆ
き行

さ
ん
は
、

筆
者
の
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー
に
対
し
て
、
両
親
や
祖
父
母
が
甘
蔗
の
ほ
か
、
レ
モ
ン
グ
ラ
ス
、

コ
カ
、
カ
ボ
チ
ャ
、
ト
ウ
ガ
ン
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
作
物
を
栽
培
し
て
い
た
と
回
想
す
る17

。

三　
硫
黄
諸
島
民
と
地
主
制―

小
作
人
た
ち
を
め
ぐ
る
収
奪
と
自
律

　

た
だ
し
ひ
と
く
ち
に
農
業
経
済
と
い
っ
て
も
、
硫
黄
諸
島
民
の
エ
コ
ノ
ミ
ー
に
は
特
徴

的
な
点
が
い
く
つ
も
あ
っ
た
。

　

ま
ず
表
3
か
ら
も
一
目
瞭
然
だ
が
、
硫
黄
諸
島
の
農
民
の
ほ
と
ん
ど
は
小
作
人
で
あ

り
、
し
か
も
そ
の
大
多
数
が
久
保
田
拓
殖
合
資
会
社
（
一
九
一
三
年
設
立
）、
こ
れ
を
買

収
し
た
硫
黄
島
拓
殖
製
糖
会
社
（
一
九
二
〇
年
設
立
）、
そ
の
後
進
の
硫
黄
島
産
業
株
式

会
社
（
一
九
三
六
年
社
名
変
更
）
の
小
作
人
、
あ
る
い
は
そ
の
経
営
者
の
小
作
人
で
あ
っ

た
。
ま
た
小
作
人
の
過
半
数
は
会
社
の
従
業
員
と
の
兼
業
で
あ
り
、
農
業
の
合
間
に
会
社

の
製
糖
工
場
、
コ
カ
製
造
工
場
、
レ
モ
ン
グ
ラ
ス
精
製
工
場
な
ど
の
工
場
労
働
や
関
連
倉

庫
に
お
け
る
労
働
に
従
事
す
る
ほ
か
、
定
期
船
で
移
出
入
さ
れ
る
商
品
の
港
湾
荷
役
の

負
担
も
求
め
ら
れ
て
い
た18

。
し
か
も
硫
黄
諸
島
の
小
作
人
た
ち
は
次
に
述
べ
る
よ
う
に
、

「
内
地
」
の
小
作
人
以
上
に
地
主
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
受
け
や
す
い
立
場
に
置
か
れ
て
い

た
。
浅
沼
さ
ん
の
祖
父
母
や
父
母
も
小
作
人
で
あ
っ
た
。

　

一
九
三
三
年
一
一
月
の
『
東
京
朝
日
新
聞
』
の
記
事
は
、
硫
黄
島
拓
殖
製
糖
会
社
の
小

作
人
で
あ
る
伊
東
仁
之
松
と
瀧
澤
秀
吉
が
「
内
地
」
に
渡
航
し
、
東
京
府
小
作
官
に
自
分

た
ち
の
「
窮
状
」
を
う
っ
た
え
争
議
調
停
を
依
頼
し
た
と
報
じ
て
い
る
。
こ
の
二
人
は
、

前
年
の
一
九
三
二
年
に
結
成
さ
れ
た
硫
黄
島
小
作
人
組
合
の
代
表
で
あ
っ
た
。

　

記
事
に
よ
れ
ば
硫
黄
諸
島
の
小
作
人
は
、
一
部
自
給
自
足
用
に
栽
培
・
飼
育
を
認
め
ら

表 1　硫黄諸島の人口推移

1895

1900

1905

1910

1915

1920

1925

1930

1935

1940

1944

年 世 帯

6

26

24

127

353

537

627

548

566

563

629

─
4

19

119

326

446

517

480

499

488

535

─
─

92

93

110

99

36

69

48

53

48

─
─

179

169

212

179

75

124

92

103

90

表 2　1944年 4月時点の硫黄諸島における職業別戸数および人口

6

30

43

246

679

983

1,144

1,028

1,065

1,051

1,164

1

1

8

52

129

169

196

─
─

184

216

─
─

36

37

43

33

17

─
─

21

17

─
─

87

76

102

80

39

55

44

50

42

内 訳

島別
種別

硫黄島村
人 口

男 女 計
世帯

北硫黄島
人 口

男 女 計

95

7

7

13

13

2

2

2

2

1

2

1

1

68

216

582

44

47

58

64

7

12

14

14

9

13

2

6

292

1,164

7

8

2

17

33

48

9

90

102

15

-7

15

13

2

2

2

2

1

2

1

1

68

233

615

92

47

67

64

7

12

14

14

9

13

2

6

292

1,254

世 帯 人 口
農 業
漁 業
商 業
一般官公吏
一般事務員
大 工
桶 職
石 工
力 職
土 建 業
運 送 業
旅 館 業
飲 食 業
一般労務者
合 計

硫黄島 北硫黄島 合 計
世 帯 人 口 世 帯 人 口

  （財団法人都市調査会 編『硫黄島関係既存資料等収集・整理調査報告書』1982）

  （財団法人都市調査会 前掲）

人
の
南
洋
進
出
の
視
点
か
ら
」『
南

島
史
学
』
四
〇
号
、
南
島
史
学
会
、

一
九
九
二
、四
四・
四
七
頁
）。
こ
こ

か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
日
本
帝
国

に
よ
る
硫
黄
諸
島
の
領
有
・
開
発
の

契
機
と
な
っ
た
こ
の
巡
航
の
背
景
に

は
、
当
時
の
「
南
洋
」
開
発
熱
が
存

在
し
て
い
る
。
前
掲
拙
著
の
第
八
章

で
は
、
世
紀
転
換
期
の
日
本
帝
国
の

「
南
洋
」
開
発
を
め
ぐ
る
諸
言
説
・

諸
実
践
の
質
を
小
笠
原
諸
島
の
状
況

か
ら
照
射
し
た
。

◀

13
ほ
ぼ
全
島
が
急
斜
面
か
ら
な
る
南
硫

黄
島
で
は
、
漂
着
者
を
除
い
て
生
活

を
い
と
な
む
人
は
い
な
か
っ
た
。

◀

14
岩
崎 

前
掲
、
八
一・八
五
頁

◀

15
岩
崎 

前
掲
、
七
五
頁
。

◀

16
石
田 

前
掲
「
硫
黄
島
の
産
業
的
進

化
」
五
二
四
│
五
三
五
頁
。
石
田 

前
掲
「
硫
黄
島
」
三
八
四
頁
。

◀

17
浅
沼
さ
ん
は
両
親
が
硫
黄
島
の
小

作
人
を
や
め
て
父
島
に
移
住
し
た
後
、

数
年
間
は
硫
黄
島
の
生
家
に
と
ど
ま

っ
て
祖
母
に
育
て
ら
れ
た
そ
う
だ
が
、

尋
常
小
学
校
四
年
生
に
な
る
春
に
父

島
の
両
親
の
も
と
に
引
き
取
ら
れ

た
。
父
島
で
は
強
制
疎
開
が
実
施
さ

れ
る
前
に
軍
夫
と
し
て
現
地
徴
用
さ

れ
た
が
、
ま
も
な
く
米
軍
機
の
空
襲

で
負
傷
し
た
た
め
、
母
親
や
き
ょ
う

だ
い
と
一
緒
に
「
内
地
」
に
疎
開
し

た
。
敗
戦
後
は
日
米
両
政
府
に
よ
っ

て
長
ら
く
帰
島
を
許
さ
れ
な
か
っ
た

が
、小
笠
原
諸
島
の
「
施
政
権
返
還
」

後
の
一
九
七
〇
年
に
父
島
に
帰
島
し

て
、
そ
の
後
は
父
島
で
暮
ら
し
て
い

る
。

◀

18
齋
藤 

止
「
あ
あ
硫
黄
島
」
中
村
栄

寿 

編
『
硫
黄
島
同
窓
会
会
報
』
五
号
、

硫
黄
島
戦
前
史
刊
行
会
、
一
九
八
四
。
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れ
た
植
物
や
家
畜
を
除
い
て
自
由
な
作
付
け
を
許
さ
れ
て
お
ら
ず
、
会
社
が
指
定
し
た
甘

蔗
や
コ
カ
な
ど
の
商
品
作
物
の
栽
培
を
要
求
さ
れ
、
収
穫
物
も
世
帯
の
食
料
と
し
て
必
要

な
分
以
外
は
原
則
と
し
て
会
社
に
納
入
す
る
こ
と
や
、
市
場
価
格
低
迷
時
に
は
コ
カ
な
ど

収
穫
物
の
一
部
を
廃
棄
す
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
て
い
た
。
会
社
は
売
り
上
げ
の
う
ち
小
作

料
相
当
分
を
差
し
引
い
た
額
を
小
作
人
に
手
渡
し
て
い
た
が
、
小
作
人
た
ち
は
「
自
分
達

の
手
で
作
っ
た
も
の
が
一
体
い
く
ら
で
取
引
さ
れ
た
の
か
も
知
ら
」
な
い
状
況
で
あ
っ
た19

。

　

ま
た
硫
黄
諸
島
の
小
作
人
た
ち
は
、
二
ヶ
月
に
一
便
し
か
定
期
船
の
入
港
が
な
い
こ
と

も
あ
っ
て
、
米
や
学
用
品
な
ど
の
生
活
必
需
品
を
含
む
諸
島
外
か
ら
の
あ
ら
ゆ
る
商
品
を

入
手
す
る
際
、
会
社
が
新
橋
に
あ
る
系
列
資
本
の
堤
産
業
倉
庫
に
委
託
し
て
仕
入
れ
た
物

品
を
購
入
せ
ざ
る
を
得
な
い
立
場
に
置
か
れ
て
い
た20

。
し
か
も
こ
う
し
た
商
品
の
小
売
価

格
は
、
一
般
に
か
な
り
高
水
準
に
設
定
さ
れ
て
い
た
。
小
作
人
た
ち
は
、
会
社
に
小
作
料

相
当
分
を
差
し
引
か
れ
た
取
り
分
か
ら
、
さ
ら
に
こ
れ
ら
生
活
必
需
品
な
ど
の
購
入
費
を

天
引
き
さ
れ
て
い
た
た
め
、
恒
常
的
な
債
務
状
態
に
陥
る
者
も
す
く
な
く
な
か
っ
た
と
い

う
。
右
の
伊
東
と
滝
澤
は
『
東
京
朝
日
』
の
記
者
に
、「
兎
に
角
借
金
の
な
い
の
は
最
近

﹇
小
作
人
に
﹈
加
わ
っ
た
ほ
ん
の
二
三
人
に
過
ぎ
な
い
現
状
」
を
う
っ
た
え
て
い
る21

。

　

こ
こ
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
硫
黄
諸
島
の
小
作
人
た
ち
は
、「
内
地
」
の
小
作
人
的

な
側
面
と
農
業
労
働
者
的
な
側
面
を
併
せ
持
っ
て
い
る
う
え
に
、
流
通
過
程
の
大
部
分
を

会
社
に
掌
握
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
会
社
か
ら
の
収
奪
を
受
け
や
す
い
立
場
に
置

か
れ
て
い
た
の
で
あ
る22

。

　

た
だ
、
以
上
の
よ
う
に
小
作
人
た
ち
が
過
剰
な
収
奪
や
債
務
状
況
に
置
か
れ
て
い
る
な

か
で
も
、
硫
黄
諸
島
に
餓
え
が
存
在
し
た
と
い
う
記
録
は
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
。
こ
れ
は

会
社
の
小
作
人
や
従
業
員
と
し
て
の
労
働
と
は
別
に
、
か
れ
ら
と
そ
の
家
族
が
採
集
・
農

業
・
畜
産
・
漁
業
を
組
み
合
わ
せ
た
活
動
に
よ
っ
て
、
自
給
用
の
食
料
を
獲
得
で
き
る
状

況
を
作
り
上
げ
て
い
た
た
め
だ
と
思
わ
れ
る
。

　

ま
ず
大
半
の
世
帯
が
、
サ
ツ
マ
イ
モ
、
カ
ボ
チ
ャ
、
ト
ウ
ガ
ン
、
キ
ュ
ウ
リ
な
ど
の
蔬

菜
類
や
、
バ
ナ
ナ
、
パ
イ
ナ
ッ
プ
ル
、
パ
パ
イ
ヤ
、
ス
イ
カ
な
ど
の
果
実
類
の
栽
培
と
い

っ
た
小
規
模
農
業
を
行
っ
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
収
穫
物
で
も
商
品
作
物
に
指
定
さ
れ
て
い

る
分
は
会
社
に
納
入
を
求
め
ら
れ
て
い
た
よ
う
だ
が
、
大
部
分
の
世
帯
で
は
豊
富
に
自
給

に
回
せ
る
だ
け
の
収
穫
が
あ
っ
た
と
い
う
。
前
述
の
浅
沼
さ
ん
の
話
で
は
、
こ
う
し
た
自

給
用
の
農
業
に
は
子
ど
も
た
ち
も
一
役
買
っ
て
い
た
。

「
パ
イ
ナ
ッ
プ
ル
は
ね
え
、
畑
に
な
ら
な
い
、
農
作
物
が
で
き
な
い
よ
う
な
山
に
、

そ
う
い
う
と
こ
に
、
子
ど
も
が
ね
、
お
じ
い
さ
ん
や
お
ば
あ
さ
ん
か
ら
『
畑
』
も
ら

っ
て
、
そ
こ
に
植
え
る
ん
だ
よ
」

　

ま
た
小
作
人
を
含
む
大
多
数
の
世
帯
が
牛
・
豚
・
鶏
な
ど
を
飼
育
・
放
牧
し
て
お
り
、

そ
れ
ら
の
乳
・
肉
・
卵
は
自
給
食
料
と
し
て
消
費
さ
れ
て
い
た
。
牛
に
は
島
内
に
自
然
に

生
え
て
い
る
青
草
が
、
豚
に
は
タ
コ
の
実
が
、
鶏
に
は
島
内
い
た
る
と
こ
ろ
に
棲
息
す
る

子
ガ
ニ
が
餌
と
な
る
た
め
、
家
畜
の
飼
育
に
は
金
銭
的
な
コ
ス
ト
が
ほ
と
ん
ど
か
か
ら
な

か
っ
た
と
い
う23

。
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男 女

就業者 従属者

人 口

専 業

種 別

自 作

自作兼小作

小 作

計

計

男 女 男 女

2

1

22

25

戸

数
男 女

就業者 従属者

人 口

兼 業

計

男 女 男 女

戸

数

表 3　1939年時点の硫黄諸島における自小作別農家戸数および人口

（東京都総務局三多摩島しょ対策室 編『硫黄島問題の基本的方向について―その課題と提言』1979）

◀

19
『
東
京
朝
日
新
聞
』
一
九
三
三
年

一
一
月
一
〇
日
、
朝
刊
一
一
面
。

◀

20
財
団
法
人
都
市
調
査
会 

前
掲
、
四
九

頁
。
浅
沼
秀
吉 

編
『
硫
黄
島―

そ

の
知
ら
れ
ざ
る
犠
牲
の
歴
史
』
硫
黄

島
産
業
株
式
会
社
被
害
者
擁
護
連
盟
、

一
九
六
四
、三
二
│
三
五
頁
。

◀

21
『
東
京
朝
日
新
聞
』
前
掲
。

◀

22
浅
沼 

前
掲
、
三
五
│
三
七
頁
。
東

京
都
総
務
局
三
多
摩
島
し
ょ
対
策

室 

編
『
硫
黄
島
基
本
調
査
報
告
書
』

一
九
七
五
、一
八
│
一
九
頁
。
そ
の

後
一
九
三
四
年
に
府
の
調
停
官
が
渡

島
し
て
現
地
調
査
を
行
い
、
会
社
が

小
作
人
か
ら
の
コ
カ
の
買
取
価
格
を

一
九
三
二
年
以
前
の
一
貫
五
〇
銭
の

水
準
に
引
き
上
げ
る
こ
と
や
、
会
社

と
小
作
人
が
五
ヶ
年
を
単
位
に
土
地

の
賃
借
契
約
を
更
改
す
る
こ
と
な
ど

の
裁
定
を
下
し
て
い
る
。

◀

23
冬
木
道
太
郎
「
硫
黄
島
か
ら
那
須

ま
で
」
高
城
重
吉
／
菊
池
虎
彦

／
饒
平
名
智
太
郎 

編
『
望
郷
│

島
民
の
風
土
記
・
手
記
』
三
光
社
、

一
九
五
七
、一
三
二
頁
。た
だ
し
牛
は
、

食
肉
用
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
農
作
業・

運
搬
用
と
し
て
飼
育
さ
れ
て
い
た
よ

う
で
あ
る
。

強制疎開前の硫黄島の住宅
（小笠原村教育委員会 前掲）

硫黄島産業株式会社のコカ製造工場
（財団法人都市調査会 前掲）
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浅
沼
さ
ん
の
生
家
で
も
、
近
所
の
四
、
五
軒
の
小
作
世
帯
と
共
同
で
豚
を
飼
っ
て
い
た
。

豚
の
世
話
を
す
る
世
帯
は
一
年
交
代
の
当
番
制
で
、
つ
ぶ
す
と
き
に
は
全
世
帯
で
肉
を
分

け
た
と
い
う
。
豚
は
家
の
床
下
で
飼
わ
れ
て
い
た
。

「﹇
硫
黄
島
の
家
は
﹈
床
下
が
高
い
か
ら
。
地
熱
が
あ
る
ん
で
ね
。
そ
れ
で
、
そ
こ
で

豚
を
飼
っ
て
る
わ
け
。
そ
こ
へ
タ
コ
の
実
の
赤
い
熟
し
た
や
つ
を
採
っ
て
き
て
、
そ

の
ま
ま
置
い
と
く
と
、
た
っ
た
一
〇
分
で
﹇
豚
が
﹈
割
っ
て
食
っ
て
し
ま
う
」

　

さ
ら
に
カ
ヌ
ー
を
用
い
た
近
海
漁
業
に
よ
っ
て
捕
獲
さ
れ
る
ト
ビ
ウ
オ
（
春
季
）、
ム

ロ
ア
ジ
（
夏
季
か
ら
冬
季
）、
マ
グ
ロ
・
サ
ワ
ラ
（
夏
季
か
ら
秋
季
）
な
ど
の
豊
富
な
水

産
物
も
、
島
民
た
ち
に
タ
ン
パ
ク
源
を
供
給
し
て
い
た
。

　

硫
黄
諸
島
で
漁
業
を
主
た
る
生
計
手
段
と
す
る
世
帯
は
、
一
九
四
四
年
四
月
の
強
制
疎

開
直
前
の
時
点
で
、
硫
黄
島
が
七
世
帯
四
四
名
、
北
硫
黄
島
が
八
世
帯
四
八
名
で
あ
っ
た
。

ま
た
水
産
物
は
諸
島
内
で
の
消
費
に
回
さ
れ
る
ほ
か
、
ム
ロ
節
な
ど
水
産
加
工
業
に
も
供

給
さ
れ
て
い
た24

。

　

だ
が
タ
ン
パ
ク
源
の
自
給
と
い
う
意
味
で
は
む
し
ろ
、
島
民
た
ち
が
他
の
労
働
の
合
間

に
海
岸
で
の
釣
り
な
ど
に
よ
っ
て
水
産
物
を
得
て
い
た
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
硫
黄
島
の

住
民
で
あ
っ
た
長
田
幸
男
は
青
年
学
校
卒
業
後
、
兄
が
従
事
す
る
甘
藷
栽
培
を
助
け
る
い

っ
ぽ
う
で
、
海
が
凪
の
と
き
に
は
父
・
兄
と
三
人
で
カ
ヌ
ー
に
乗
っ
て
魚
釣
り
に
出
て
い

た
と
い
う25

。
浅
沼
さ
ん
も
、
小
作
人
と
し
て
の
農
業
だ
け
で
な
く
漁
業
な
ど
い
ろ
い
ろ
な

仕
事
を
か
け
も
ち
す
る
お
父
さ
ん
を
、「
よ
ろ
ず
屋
だ
っ
た
」
と
回
想
す
る
。

「
カ
ツ
オ
の
時
期
に
な
る
と
、﹇
カ
ヌ
ー
の
﹈
カ
ツ
オ
船
に
乗
っ
て
。
一
〇
月
か
一
一

月
に
砂
糖
絞
め
る
時
期
に
は
、
砂
糖
の
ほ
う
で
」

　

そ
し
て
浅
沼
さ
ん
は
、
幼
少
時
の
食
事
の
内
容
を
次
の
よ
う
に
語
る
。

「
食
べ
る
も
の
は
ね
、
ご
は
ん
﹇
＝
米
﹈
は
朝
だ
け
。
そ
れ
で
、
お
昼
は
サ
ツ
マ
イ

モ
。
そ
の
サ
ツ
マ
イ
モ
も
ね
、
家う

ち

の
前
に
蒸
気
が
噴
き
出
し
て
る
、
そ
こ
に
、
袋
に

入
れ
て
ぶ
ら
さ
げ
て
お
く
と
、
学
校
か
ら
帰
っ
て
く
る
と
ふ
け
て
る
﹇
＝
ふ
か
し
上

が
っ
て
い
る
﹈。
で
、
夜
は
サ
ツ
マ
イ
モ
の
生
の
切
り
干
し
を
茹
で
て
、
砂
糖
を
入

れ
て
、
し
る
こ
み
た
い
に
す
る
。
あ
と
、
カ
ボ
チ
ャ
も
砂
糖
で
煮
つ
け
て
。
ま
あ
、

ご
は
ん
だ
か
、
お
か
ず
だ
か
、
わ
か
ん
ね
え
や
。
あ
と
は
、
ト
ビ
ウ
オ
の
干
物
か
、

サ
メ
の
干
物
。
干
物
は
ほ
と
ん
ど
一
年
中
あ
っ
た
な
あ
」

　

こ
の
よ
う
に
、
硫
黄
諸
島
民
の
大
多
数
を
占
め
て
い
た
小
作
人
た
ち
は
、
会
社
に
商
品

の
流
通
過
程
を
掌
握
さ
れ
収
奪
の
対
象
と
な
り
つ
つ
も
、
世
帯
ご
と
に
（
場
合
に
よ
っ
て

は
複
数
の
世
帯
単
位
で
）
そ
の
流
通
過
程
か
ら
相
対
的
に
自
律
し
た
エ
コ
ノ
ミ
ー
を
培
い

な
が
ら
、
生
き
ぬ
い
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。

四　
硫
黄
諸
島
民
と
地
上
戦―

強
制
疎
開
と
軍
務
動
員

　

硫
黄
諸
島
の
軍
事
化
が
本
格
的
に
始
ま
っ
た
の
は
、
一
九
三
二
年
に
海
軍
の
硫
黄
島
飛

行
場
が
着
工
さ
れ
て
か
ら
で
あ
る
。
一
九
二
三
年
に
発
効
し
た
ワ
シ
ン
ト
ン
海
軍
軍
縮
条

約
に
お
い
て
小
笠
原
・
硫
黄
諸
島
の
軍
事
施
設
は
不
拡
充
・
現
状
維
持
の
対
象
に
含
ま
れ

て
い
た
た
め
、
硫
黄
島
飛
行
場
は
「
東
京
府
第
二
農
場
」
と
称
し
て
着
工
さ
れ
た
。
だ
が

一
九
四
一
年
の
対
米
英
蘭
開
戦
後
も
、
陸
軍
の
強
力
な
要
塞
が
築
か
れ
て
い
た
父
島
な
ど

に
比
べ
て
硫
黄
島
の
軍
事
化
の
進
展
は
鈍
か
っ
た26

。

　

硫
黄
島
の
陣
地
化
が
進
展
し
た
の
は
、
北
西
太
平
洋
に
米
軍
が
進
攻
し
た
一
九
四
四
年

に
入
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
家
屋
の
一
部
を
兵
舎
と
し
て
提
供
す
る
よ
う
求
め
ら
れ
た
世
帯

も
多
く27

、
島
民
の
日
常
生
活
に
ま
で
軍
事
は
深
く
浸
透
し
て
い
っ
た
。

　

父
島
や
硫
黄
島
を
「
本
土
」
防
衛
の
時
間
稼
ぎ
の
た
め
に
地
上
戦
の
場
と
し
て
使
用
す

る
方
針
を
固
め
た
日
本
軍
は
一
九
四
四
年
四
月
、
父
島
要
塞
司
令
部
の
勧
告
な
ど
を
通
じ

て
、
小
笠
原
諸
島
や
硫
黄
諸
島
か
ら
島
民
を
集
団
疎
開
さ
せ
始
め
た
。
そ
し
て
六
月
一
五

日
に
小
笠
原
・
硫
黄
諸
島
が
米
軍
に
よ
る
最
初
の
大
空
襲
を
受
け
た
こ
と
か
ら
、
六
月
二

六
日
に
は
東
京
都
長
官
が
、
軍
の
勧
告
を
受
け
た
内
務
・
厚
生
両
次
官
の
通
牒
に
基
づ
い

◀

24
東
京
都
総
務
局
三
多
摩
島
し
ょ
対

策
室 

前
掲
、
一
二・
二
二
│
二
四
頁
。

佐
藤
博
助
『
あ
り
し
日
の
硫
黄
島―

ス
ケ
ッ
チ
と
随
想
』
一
九
八
五
、一

│
二
〇
頁
。

◀

25
長
田
幸
男
「
過
去
の
思
い
出
」
中
村

栄
寿
／
硫
黄
島
同
窓
会 

編
『
同
窓

会
会
報　

硫
黄
島
の
人
び
と
』
創
刊

号
、
一
九
八
一
。

◀

26
小
笠
原
・
硫
黄
諸
島
の
軍
事
化
の
過

程
に
つ
い
て
は
次
を
参
照
。
防
衛
庁

防
衛
研
修
所
戦
史
室　
編
『
戦
史
叢

書　

中
部
太
平
洋
陸
軍
作
戦 

2
│

ペ
リ
リ
ュ
ー・ア
ン
ガ
ウ
ル・硫
黄
島
』

朝
雲
新
聞
社
、
一
九
六
八
、二
四
六

│
四
一
六
頁
。
原
剛
「
小
笠
原
諸
島

軍
事
関
係
史
」
小
笠
原
村
教
育
委
員

会 

編
『
小
笠
原
村
戦
跡
調
査
報
告

書
』
九
│
一
八
頁
。

◀

27
た
と
え
ば
母
屋
を
将
兵
の
宿
舎
と
し

て
提
供
し
、
別
棟
で
暮
ら
し
た
世
帯

も
あ
っ
た（
椎
名（
奥
野
）美
代
子「
私

の
思
い
出
」
中
村
栄
寿
／
硫
黄
島
同

窓
会 

編
『
同
窓
会
会
報　

硫
黄
島

の
人
び
と
』
創
刊
号
、
一
九
八
一
）。

◀

28
東
京
都 

編『
東
京
都
戦
災
史
』明
元
社
、

﹇
一
九
五
三
﹈
二
〇
〇
五
、二
五
二

│
二
五
九
頁
。
小
笠
原
諸
島
強
制

疎
開
か
ら
五
〇
年
記
録
誌
編
纂
委

員
会 

編
『
小
笠
原
諸
島
強
制
疎
開

か
ら
50
年
記
録
誌
』
小
笠
原
諸
島

強
制
疎
開
か
ら
五
〇
年
の
集
い
実

行
委
員
会
、
一
九
九
五
、二
五
二
│

二
五
三・二
五
七
│
二
五
八
頁
。

◀

29
東
達
夫
「
大
正
小
学
校
の
終
焉
」
中

村
栄
寿
／
硫
黄
島
同
窓
会 

編
『
硫

黄
島
同
窓
会
会
報　

硫
黄
島
の
人
び

と―

戦
前
の
硫
黄
島
・
現
在
の
硫
黄

島
』
二
号
、
一
九
八
二
。  

◀

30
現
地
徴
用
の
対
象
年
齢
が
一
六
歳
か



そ
こ
に
社
会
が
あ
っ
た―

硫
黄
島
の
地
上
戦
と
〈
島
民
〉
た
ち　

─　

33

て
、
小
笠
原
支
庁
長
に
正
式
な
「
引
揚
命
令
」
を
発
動
し
た
。
結
局
一
九
四
四
年
四
月
か

ら
七
月
ま
で
の
約
四
ヶ
月
間
に
、
小
笠
原
諸
島
民
六
四
五
七
名
の
う
ち
五
七
九
二
名
、
硫

黄
諸
島
民
一
二
五
四
名
の
う
ち
一
〇
九
四
名
が
「
内
地
」
に
疎
開
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な

っ
た28

。
か
れ
ら
は
携
行
で
き
る
わ
ず
か
な
荷
物
を
除
い
て
、
家
屋
や
畑
と
そ
れ
に
付
随
す

る
す
べ
て
の
財
産
の
放
棄
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
硫
黄
諸
島
か
ら
の
疎
開
者
が
携
行
で
き

る
荷
物
は
、
一
人
あ
た
り
二
個
以
内
に
制
限
さ
れ
て
い
た
と
い
う29

。

　

一
九
四
四
年
七
月
末
の
時
点
で
小
笠
原
諸
島
に
残
留
さ
せ
ら
れ
た
島
民
は
六
六
五
名
、

硫
黄
島
の
残
留
者
は
一
六
〇
名
で
あ
っ
た
（
北
硫
黄
島
は
残
留
者
な
し
）。
硫
黄
島
に
お

い
て
は
、
一
六
歳
か
ら
六
〇
歳
ま
で
の
男
子
は
原
則
と
し
て
現
地
徴
用
の
対
象
に
な
っ
た

よ
う
で
あ
る30

。
該
当
年
齢
の
男
子
で
も
扶
養
す
べ
き
家
族
が
い
る
者
は
現
地
徴
用
を
免
れ

た
と
い
う
記
録
も
残
っ
て
い
る
が
、
硫
黄
島
民
の
現
地
徴
用
免
除
に
関
し
て
ど
の
よ
う
な

基
準
が
適
用
さ
れ
た
の
か
は
、
厳
密
に
は
定
か
で
な
い31

。

　

残
留
し
た
島
民
の
な
か
に
は
、
地
上
戦
が
開
始
さ
れ
る
ま
で
に
軍
命
に
よ
っ
て
父
島
や

「
内
地
」
に
移
送
さ
れ
た
人
も
五
七
名
（
後
述
す
る
硫
黄
島
産
業
株
式
会
社
に
よ
っ
て
残

留
さ
せ
ら
れ
た
二
二
名
中
の
六
名
を
含
む
）
い
た
が
、
残
り
一
〇
三
名
の
島
民
（
沖
縄
出

身
の
住
民
を
含
む
）
が
、
海
軍
二
〇
四
設
営
隊
や
陸
軍
硫
黄
島
臨
時
野
戦
貨
物
廠
の
軍
属

と
し
て
地
上
戦
に
動
員
さ
れ
て
い
る32

。

　

ま
た
硫
黄
島
民
の
一
〇
三
名
の
残
留
者
の
な
か
に
は
、
当
初
は
軍
属
と
し
て
正
規
徴
用

を
受
け
ず
、
硫
黄
島
産
業
株
式
会
社
の
業
務
に
従
事
さ
せ
ら
れ
て
い
た
二
二
名
が
含
ま
れ

て
い
る
。
そ
の
う
ち
五
名
は
、
硫
黄
島
の
女
性
と
結
婚
し
て
い
た
沖
縄
出
身
の
住
民
だ
っ

た
よ
う
で
あ
る33

。
こ
の
二
二
名
の
な
か
で
、
地
上
戦
に
動
員
さ
れ
生
き
な
が
ら
え
た
五
名

の
う
ち
沖
縄
出
身
者
を
除
く
三
名
と
、
地
上
戦
開
始
前
に
「
内
地
」
に
移
送
さ
れ
た
六
名

の
う
ち
三
名
が
、
戦
死
し
た
一
一
名
の
遺
族
の
一
部
と
と
も
に
、
一
九
六
〇
年
代
に
硫
黄

島
産
業
株
式
会
社
被
害
者
擁
護
連
盟
を
結
成
し
、
会
社
に
対
し
て
、
未
払
い
賃
金
の
支
払

い
、
結
果
的
に
戦
死
に
追
い
込
ま
れ
た
人
の
遺
族
に
対
す
る
慰
謝
料
の
支
払
い
、
戦
傷
し

た
人
に
対
す
る
傷
病
見
舞
金
の
支
払
い
な
ど
を
請
求
し
て
い
る
。

　

同
連
盟
が
作
成
し
た
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
よ
れ
ば
、
こ
の
二
二
名
は
一
九
四
四
年
七
月
初

旬
、
村
長
や
村
役
場
の
兵
事
係
か
ら
軍
の
命
令
で
「
徴
用
」
の
対
象
に
な
っ
た
と
告
げ
ら

れ
て
島
に
残
留
し
た
が
、
軍
か
ら
徴
用
令
書
の
交
付
や
業
務
指
示
は
一
切
な
く
、
硫
黄
島

産
業
株
式
会
社
の
現
地
責
任
者
で
あ
っ
た
常
務
取
締
役
の
監
督
の
も
と
、
コ
カ
刈
り
、
コ

カ
イ
ン
の
製
造
、
荷
造
り
、
運
搬
な
ど
会
社
の
た
め
の
業
務
を
さ
せ
ら
れ
て
い
た
。
だ
が

こ
の
常
務
は
製
品
の
コ
カ
イ
ン
を
移
出
す
る
段
取
り
を
終
え
る
と
、
二
二
名
中
の
数
名
に

対
し
て
の
み
「
内
地
」
渡
航
の
便
宜
を
図
っ
た
が34

、
残
り
の
人
び
と
の
渡
航
は
手
配
し
な

い
ま
ま
七
月
末
に
軍
用
機
に
便
乗
し
て
「
内
地
」
に
待
避
し
て
し
ま
っ
た
の
で
、
結
局
一

六
名
が
硫
黄
島
に
置
き
去
り
に
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

残
さ
れ
た
一
六
名
は
九
月
二
七
日
に
軍
司
令
部
に
呼
び
出
さ
れ
、
初
め
て
自
分
た
ち
が

軍
か
ら
正
規
の
徴
用
を
受
け
て
い
な
い
こ
と
を
知
ら
さ
れ
る
と
と
も
に
、「
本
島
も
い
よ

い
よ
戦
場
と
な
る
可
能
性
が
推
定
さ
れ
る
の
に
島
民
が
勝
手
に
徘
徊
さ
れ
て
は
軍
紀
上
困

る
の
で
本
日
よ
り
諸
君
を
徴
用
す
る
」
と
告
げ
ら
れ
、
正
式
に
軍
属
と
し
て
現
地
徴
用
さ

れ
徴
用
令
書
と
辞
令
を
受
け
取
っ
て
い
る35

。

　

一
九
四
五
年
二
月
一
九
日
、
米
海
兵
隊
は
硫
黄
島
に
対
す
る
上
陸
作
戦
を
開
始
し
た
。

一
ヶ
月
以
上
に
お
よ
ぶ
地
上
戦
の
後
、
栗
林
が
約
四
〇
〇
名
と
い
わ
れ
る
将
兵
を
率
い
て

米
軍
の
幕
営
地
へ
の
突
撃
を
決
行
し
た
三
月
二
六
日
に
、
日
本
軍
の
組
織
的
な
抵
抗
は
終

結
し
た
。
し
か
し
N
H
K
ス
ペ
シ
ャ
ル
「
硫
黄
島
玉
砕
戦　

生
還
六
一
年
目
の
証
言
」
の

取
材
班
の
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー
に
応
じ
た
生
還
者
た
ち
の
語
り
に
よ
れ
ば
、
三
月
二
六
日
以
降

も
七
月
頃
に
か
け
て
、
米
軍
に
よ
る
投
降
勧
告
を
拒
み
、
あ
る
い
は
部
下
や
同
僚
の
投
降

を
阻
み
な
が
ら
、
統
一
的
な
指
揮
系
統
な
く
壕
内
で
潜
伏
と
抵
抗
を
続
け
た
日
本
兵
た
ち

が
数
多
く
い
た36

。
米
軍
は
投
降
勧
告
に
し
た
が
わ
な
か
っ
た
日
本
兵
に
は
、
容
赦
な
い

「
掃
討
作
戦
」
を
展
開
し
た
。

　

硫
黄
島
に
お
け
る
日
本
軍
側
の
戦
死
者
は
厚
生
労
働
省
の
調
査
に
よ
れ
ば
二
〇
一
二
九

名
、
米
軍
側
の
戦
死
者
は
六
八
二
一
名
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
地
上
戦
に
動
員
さ
れ

た
硫
黄
島
民
一
〇
三
名
（
沖
縄
出
身
の
住
民
を
含
む
）
の
う
ち
九
三
名
が
死
亡
し
、
米
軍

の
捕
虜
と
な
り
地
上
戦
の
終
結
後
ま
で
生
き
残
っ
た
島
民
は
わ
ず
か
一
〇
名
（
沖
縄
出
身

の
住
民
を
含
む
）
で
あ
っ
た37

。

　

他
方
で
小
笠
原
諸
島
の
父
島
・
母
島
に
お
い
て
は
、
強
力
な
要
塞
を
擁
す
る
父
島
で
の

戦
闘
を
嫌
っ
た
米
軍
に
よ
っ
て
地
上
戦
は
回
避
さ
れ
た
。
米
軍
は
四
月
以
降
、
硫
黄
島
で

「
掃
討
作
戦
」
を
継
続
す
る
と
と
も
に
、
西
方
の
沖
縄
諸
島
へ
と
侵
攻
し
て
い
く
。

ら
五
〇
歳
で
あ
っ
た
と
い
う
説
も
存

在
す
る
。 

◀

31
『
小
笠
原
諸
島
強
制
疎
開
か
ら
50
年

記
録
誌
』
に
記
載
さ
れ
て
い
る
強
制

疎
開
経
験
者
へ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果

に
よ
れ
ば
、
扶
養
す
べ
き
家
族
が
い

る
の
で
現
地
徴
用
を
免
れ
た
人
も
い

た
よ
う
だ
が
、
他
方
で
初
め
て
の
子

ど
も
を
妊
娠
中
の
妻
が
い
る
の
に
現

地
招
集
の
対
象
と
な
り
、
そ
の
ま
ま

戦
死
に
追
い
込
ま
れ
た
人
も
い
た

（
同
、
二
〇
五・二
一
一
頁
）。 

◀

32
浅
沼 

前
掲
、
八
頁
。
東
京
都
総
務

局
行
政
部
地
方
課 

編
『
小
笠
原
諸

島
概
況
』
一
九
六
七
、三
九
頁
。 

◀

33
堀
江 

前
掲
、
六
五
頁
。 

◀

34
八
月
二
四
日
硫
黄
島
発
の
軍
用
船
で

待
避
し
た
社
員
の
一
人
は
、「
内
地
」

に
到
着
し
た
後
で
会
社
の
本
社
に
立

ち
寄
っ
た
と
こ
ろ
、
常
務
か
ら
一
時

金
一
〇
〇
円
を
手
渡
さ
れ
た
が
、
そ

の
後
会
社
か
ら
連
絡
は
一
切
な
く
、

硫
黄
島
で
作
業
に
従
事
し
た
二
ヶ
月

分
の
給
料
も
退
職
金
も
支
払
わ
れ
ず

じ
ま
い
だ
っ
た
と
い
う
（
浅
沼 

前
掲
、

三
八
│
三
九
頁
）。 

◀

35
浅
沼 

前
掲
、
七
│
二
九
頁
。
こ
の

連
盟
・
会
社
間
の
紛
争
の
結
果
に
つ

い
て
は
、
事
情
を
知
っ
て
い
る
と
思

わ
れ
る
関
係
者
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に

努
め
て
い
る
が
、
本
稿
の
入
稿
時
点

で
は
明
確
な
情
報
を
得
る
こ
と
が
で

き
な
か
っ
た
。 

◀

36
三
月
二
六
日
以
降
の
日
本
兵
た
ち

の
状
況
に
つ
い
て
は
、
こ
の
取
材

班
の
メ
ン
バ
ー
が
編
集
し
た
次
の

著
書
を
参
照
。
Ｎ
Ｈ
Ｋ
取
材
班 

編

『
硫
黄
島
玉
砕
戦―

生
還
者
た
ち
が

語
る
真
実
』
日
本
放
送
出
版
協
会
、

二
〇
〇
七
、一
五
六
│
二
〇
六
頁
。 
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五　
継
続
す
る
〈
疎
開
離
散
〉―

伝
達
さ
れ
る
べ
き
こ
と

　

日
本
の
敗
戦
後
、
小
笠
原
・
硫
黄
諸
島
に
お
け
る
軍
関
係
者
は
、
戦
犯
容
疑
者
と
し
て

サ
イ
パ
ン
島
な
ど
に
抑
留
さ
れ
た
人
を
除
い
て
、
捕
虜
と
な
っ
て
グ
ア
ム
島
、
ハ
ワ
イ
諸

島
や
米
本
土
に
送
ら
れ
て
い
た
人
や
現
地
徴
用
さ
れ
た
住
民
を
含
む
ほ
ぼ
全
員
が
、
一
九

四
五
年
か
ら
四
七
年
に
か
け
て
「
内
地
」
に
移
送
さ
れ
た
。

　

し
か
し
小
笠
原
諸
島
に
関
し
て
は
一
九
四
六
年
一
〇
月
、
米
政
府
の
特
例
措
置
に
よ
っ

て
、
日
本
帝
国
の
も
と
で
「
帰
化
人
」
と
し
て
掌
握
さ
れ
て
い
た
人
び
と
と
そ
の
家
族
に

の
み
、
父
島
へ
の
帰
島
・
再
居
住
が
許
さ
れ
た
。
そ
の
う
ち
一
二
九
名
が
、
米
軍
管
理
下

の
父
島
へ
の
帰
島
を
選
択
し
て
い
る
。

　

だ
が
そ
の
後
も
小
笠
原
・
硫
黄
両
諸
島
は
米
軍
が
秘
密
基
地
と
し
て
利
用
し
続
け
た
た

め
に
、「
内
地
」
出
身
者
（
の
子
孫
）
に
は
帰
島
・
再
居
住
が
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
故

郷
へ
の
帰
還
を
許
さ
れ
ず
、
な
し
崩
し
的
に
〈
疎
開
離
散
〉
と
い
う
べ
き
状
況
に
投
げ
出

さ
れ
て
い
っ
た
小
笠
原
・
硫
黄
諸
島
民
た
ち
は
、
か
れ
ら
に
と
っ
て
生
計
の
基
盤
が
脆
弱

な
「
内
地
」
で
な
ん
と
か
生
き
ぬ
こ
う
と
し
た
が
、
折
か
ら
「
内
地
」
の
経
済
を
襲
っ
た

ハ
イ
パ
ー
・
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
も
災
い
し
て
、
多
く
の
人
び
と
が
経
済
的
に
困
窮
し
て

い
っ
た38

。
埼
玉
県
の
武
蔵
嵐
山
で
敗
戦
を
迎
え
た
浅
沼
さ
ん
一
家
も
、
父
島
に
も
硫
黄
島

に
も
帰
還
を
許
さ
れ
な
い
な
か
で
、
衣
食
住
に
困
窮
す
る
時
期
が
長
ら
く
続
い
た
。
浅
沼

さ
ん
は
筆
者
に
「
何
度
、
一
家
心
中
を
考
え
た
か
わ
か
ら
な
い
」
と
語
っ
て
い
る
。

　

一
九
五
一
年
、「
日
本
国
と
の
平
和
条
約
」（
通
称
：
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
講
和
条
約
）

が
、
軍
事
同
盟
で
あ
る
「
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
相
互
協
力
及
び
安
全
保

障
条
約
」（
通
称
：
日
米
安
全
保
障
条
約
）
と
セ
ッ
ト
で
締
結
さ
れ
た
。
翌
五
二
年
に
発

効
し
た
こ
の
条
約
の
第
三
条
に
は
、
小
笠
原
諸
島
、
硫
黄
諸
島
（
火
山
列
島
）、
沖
縄
諸

島
、
奄
美
諸
島
、
大
東
諸
島
な
ど
を
米
国
の
施
政
権
下
に
置
く
こ
と
に
日
本
国
が
同
意
す

る
と
い
う
、
例
外
的
な
条
項
が
挿
入
さ
れ
て
い
た39

。
こ
の
第
三
条
は
、
日
本
国
の
（
再
）

独
立
そ
れ
自
体
が
、
当
初
か
ら
日
本
国
に
小
笠
原
・
硫
黄
諸
島
や
沖
縄
諸
島
な
ど
の
「
潜

在
主
権
」
を
与
え
た
う
え
で
、
日
本
国
が
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
こ
れ
ら
の
島
々
を
自
主
的

0

0

0

に
貸
与

0

0

0

す
る
こ
と
を
、
い
わ
ば
前
提
条
件
と
し
て
承
認
さ
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　

一
九
六
八
年
、
小
笠
原
諸
島
や
硫
黄
諸
島
の
施
政
権
が
日
本
国
に
「
返
還
」
さ
れ
た
。

だ
が
日
本
政
府
は
、
父
島
と
母
島
に
つ
い
て
は
強
制
疎
開
前
の
島
民
（
の
子
孫
）
の
再
居

住
を
認
め
た
が
、
硫
黄
島
に
は
米
国
空
軍
に
代
わ
っ
て
自
衛
隊
を
駐
屯
さ
せ
始
め
る
い
っ

ぽ
う
で
（
米
国
沿
岸
警
備
隊
は
引
き
続
き
駐
留
）、
不
発
弾
の
未
処
理
、
火
山
活
動
の
危

険
な
ど
を
理
由
に
、
北
硫
黄
島
を
含
む
硫
黄
諸
島
に
強
制
疎
開
前
の
島
民
（
の
子
孫
）
が

再
居
住
す
る
こ
と
を
認
め
な
か
っ
た
。

　
「
施
政
権
返
還
」
の
半
年
後
の
一
九
六
九
年
一
月
に
は
、
硫
黄
諸
島
の
「
旧
島
民
」
有

志
に
よ
っ
て
硫
黄
島
帰
島
促
進
協
議
会
が
結
成
さ
れ
、
日
本
国
や
東
京
都
に
対
し
て
帰
島

と
再
居
住
を
求
め
る
陳
情
を
活
発
化
さ
せ
始
め
た40

。
し
か
し
一
九
八
四
年
、
首
相
の
諮
問

機
関
で
あ
る
小
笠
原
諸
島
振
興
審
議
会
は
、「
火
山
活
動
」
や
「
不
発
弾
」
の
存
在
な
ど

を
理
由
に
あ
げ
、
硫
黄
諸
島
へ
の
帰
島
・
再
居
住
は
困
難
で
あ
る
と
の
答
申
を
提
出
し
た
。

そ
の
直
後
、
東
京
都
は
「
硫
黄
島
旧
島
民
へ
の
見
舞
金
に
関
す
る
検
討
委
員
会
」
を
設
置

し
て
審
議
を
開
始
し
、
翌
八
五
年
に
「
硫
黄
島
等
の
旧
島
民
の
特
別
の
心
情
に
報
い
る
た

め
」
と
し
て
、「
旧
島
民
」（
と
そ
の
法
定
相
続
人
）
一
人
あ
た
り
四
五
万
円
を
現
金
給
付

し
た41

。

　

現
在
で
も
硫
黄
諸
島
に
は
、「
旧
島
民
」（
の
子
孫
）
を
含
む
民
間
人
の
居
住
は
一
切
認

め
ら
れ
て
い
な
い
。
か
れ
ら
が
故
郷
の
地
を
踏
め
る
の
は
、「
施
政
権
返
還
」
に
先
立
つ

一
九
六
五
年
か
ら
ほ
ぼ
毎
年
一
回
実
施
さ
れ
て
い
る
、
日
帰
り
も
し
く
は
一
泊
の
墓
参
旅

行
の
と
き
だ
け
で
あ
る42

。

　

硫
黄
諸
島
は
、
ア
ジ
ア
太
平
洋
戦
争
の
前
線
と
し
て
日
米
軍
の
地
上
戦
に
利
用
さ
れ
、

冷
戦
下
で
は
ア
ジ
ア
太
平
洋
に
お
け
る
米
軍
の
秘
密
基
地
と
し
て
（
日
本
政
府
の
同
意
の

も
と
で
）
利
用
さ
れ
て
き
た
。
そ
う
し
た
過
程
で
硫
黄
諸
島
民
と
そ
の
子
孫
た
ち
は
、
強

制
疎
開
あ
る
い
は
軍
務
動
員
、
そ
し
て
故
郷
喪
失
と
住
民
離
散
の
た
だ
な
か
に
置
か
れ
、

主
権
的
な
力
に
よ
っ
て
翻
弄
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
よ
う
に
、
戦
時
か
ら
戦
後
に
わ
た
る
ア

ジ
ア
太
平
洋
の
構
造
的
再
編
に
伴
う
矛
盾
を
、〈
疎
開
離
散
〉
と
い
う
形
で
半
世
紀
以
上
に

わ
た
っ
て
背
負
わ
さ
れ
て
き
た
存
在
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
か
れ
ら
の
経
験
あ
る
い

は
存
在
そ
の
も
の
は
、
日
本
国
内
で
さ
え
多
く
の
人
び
と
か
ら
忘
れ
ら
れ
て
き
た
。
そ
し

て
近
年
で
は
、
強
制
疎
開
前
の
硫
黄
諸
島
を
直
接
知
る
人
び
と
が
、
次
々
と
鬼
籍
に
入
り

◀

37
島
民
の
生
存
者
を
「
五
名
」
と
し
て

い
る
資
料
も
存
在
す
る
が
、
こ
う
し

た
資
料
は
会
社
に
よ
っ
て
残
留
さ
せ

ら
れ
後
に
正
規
徴
用
さ
れ
た
と
さ

れ
る
一
六
名
の
な
か
に
い
た
五
名
の

生
存
者
（
沖
縄
出
身
の
住
民
二
名
を

含
む
）
を
、「
死
者
」
の
側
に
算
入

し
て
し
ま
っ
て
い
る
（
東
京
都
総
務

局
行
政
部
地
方
課 

前
掲
、
三
九
頁
）。

こ
の
一
六
名
の
存
在
を
考
慮
に
入
れ

て
い
る
デ
ー
タ
で
も
、
地
上
戦
に
動

員
さ
れ
た
人
数
に
つ
い
て
は
沖
縄
出

身
者
五
名
を
含
め
た

0

0

0

一
〇
三
名
と
い

う
数
字
を
掲
げ
な
が
ら
、
生
還
者
数

に
つ
い
て
は
沖
縄
出
身
者
の
該
当
者

二
名
を
含
め
な
い

0

0

0

0

「
八
名
」
と
い
う

数
字
を
あ
げ
る
も
の
が
多
い
（
長
田

幸
男
『
硫
黄
島
の
想
い
出―

硫
黄

島
墓
参
資
料
』
二
〇
〇
二
、一
六
│

一
七
頁
。
小
笠
原
諸
島
強
制
疎
開
か

ら
五
〇
年
記
録
誌
編
纂
委
員
会 

前

掲
、
二
五
三
│
二
五
四
頁
）。

◀

38
石
井
通
則
『
小
笠
原
諸
島
概
史
２―

日
米
交
渉
を
中
心
と
し
て
』
財
団
法

人
小
笠
原
協
会
、一
九
六
八
、一
五
〇

│　

一
五
二
頁
。

◀

39
第
三
条
は
、
正
確
に
は
次
の
よ
う
な

法
文
で
あ
る
。

日
本
国
は
北
緯
二
九
度
以
南
の
南

西
諸
島
（
琉
球
諸
島
及
び
大
東
諸

島
を
含
む
。）、
孀
婦
岩
の
南
の
南

方
諸
島
（
小
笠
原
諸
島
、
西
之
島

及
び
火
山
列
島
を
含
む
。）
並
び

に
沖
の
鳥
島
及
び
南
鳥
島
を
合
衆

国
を
唯
一
の
施
政
権
者
と
す
る
信

託
統
治
制
度
の
も
と
に
お
く
こ
と

と
す
る
国
際
連
合
に
対
す
る
合
衆

国
の
い
か
な
る
提
案
に
も
同
意
す

る
。
こ
の
よ
う
な
提
案
が
行
わ
れ

且
つ
可
決
さ
れ
る
ま
で
、
合
衆
国

は
、
領
水
を
含
む
こ
れ
ら
の
諸
島

の
領
域
及
び
住
民
に
対
し
て
、
行

政
、
立
法
及
び
司
法
上
の
諸
力
の

全
部
及
び
一
部
を
行
使
す
る
権
利

を
有
す
る
も
の
と
す
る
（
外
務
省 

編
『
主
要
条
約
集
（
平
成
一
〇
年

版
） 

上
』
一
九
九
八
、五
│
六
頁
）。
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石
原
俊
（
い
し
は
ら　

し
ゅ
ん
）

一
九
七
四
年
、
京
都
市
生
ま
れ
。
千
葉
大
学
大
学
院
人
文
社
会
科
学
研
究
科
助
教

（
二
〇
〇
九
年
四
月
よ
り
明
治
学
院
大
学
社
会
学
部
准
教
授
）。
京
都
大
学
大
学
院
文
学
研

究
科
（
社
会
学
専
修
）
博
士
後
期
課
程
修
了
。
博
士
（
文
学
）。

専
門
分
野
は
、
歴
史
社
会
学
・
地
域
社
会
学
。
現
在
の
主
要
研
究
テ
ー
マ
は
、〈
群
島
と

海
〉
か
ら
み
た
近
現
代
日
本
の
社
会
史
。
単
著
に
『
近
代
日
本
と
小
笠
原
諸
島―

移

動
民
の
島
々
と
帝
国
』（
平
凡
社
、
二
〇
〇
七
年
、
第
七
回
日
本
社
会
学
会
奨
励
賞
受
賞
）。

論
文
に
「
移
動
民
と
文
明
国
の
は
ざ
ま
か
ら―

ジ
ョ
ン
万
次
郎
と
船
乗
り
の
島
々
」

（『
思
想
』
九
九
〇
号
、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
六
年
）
な
ど
。
近
刊
予
定
（
共
著
）
に
『
グ

ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
と
植
民
地
主
義
』（
人
文
書
院
）
や
『
社
会
学
ベ
ー
シ
ッ
ク
ス 

第 

9
巻
：
政
治
・
権
力
・
公
共
性
』（
世
界
思
想
社
）
な
ど
が
あ
る
。
二
〇
〇
九
年
は
『
週

刊
読
書
人
』
の
「
論
潮
」
欄
（
月
一
回
）
を
担
当
中
。

つ
つ
あ
る
。

　
「
イ
オ
ウ
ト
ウ
」
に
は
「
地
上
戦
」
と
い
う
表
象
が
重
ね
ら
れ
続
け
て
き
た
。「
オ
キ
ナ

ワ
」
の
傍
ら
で
し
ば
し
ば
忘
れ
ら
れ
て
き
た
「
も
う
ひ
と
つ
の
地
上
戦
」
と
い
う
わ
け
だ
。

も
ち
ろ
ん
「
オ
キ
ナ
ワ
」
に
「
唯
一
の
地
上
戦
」
と
い
う
言
説
が
重
ね
ら
れ
る
こ
と
に

は
、
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
が
あ
る
。「
オ
キ
ナ
ワ
」
に
「
唯
一
の
地
上
戦
」
を
重
ね
た
瞬
間

に
、「
イ
オ
ウ
ト
ウ
」
は
忘
れ
ら
れ
る
。「
オ
キ
ナ
ワ
」
に
重
ね
ら
れ
る
「
住
民
を
巻
き
込

ん
だ
唯
一
の
地
上
戦
」
と
い
う
言
説
は
、
も
っ
と
巧
妙
で
あ
る
。
こ
の
言
説
は
、「
イ
オ

ウ
ト
ウ
」
に
住
民
が
い
た
こ
と
、
そ
こ
に
社
会
が
あ
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
住
民
の
な
か
に

地
上
戦
に
動
員
さ
れ
た
人
び
と
が
い
た
こ
と
、
そ
し
て
地
上
戦
に
よ
っ
て
故
郷
が
壊
さ
れ

た
こ
と
を
、
か
き
消
し
て
し
ま
う
こ
と
が
で
き
る
か
ら
だ
。

　

だ
が
な
に
よ
り
留
意
す
べ
き
は
、「
唯
一
の
」
あ
る
い
は
「
も
う
ひ
と
つ
の
」
と
い
う

形
容
詞
が
暗
黙
に
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
枠
組
み
を
前
提
と
し
て
お
り
、
つ
ね
に
現
在
の
国
境
を

特
権
化
す
る
効
果
を
も
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
当
た
り
前
の
こ
と
だ
が
、
マ
ニ
ラ
の
市

街
戦
や
太
平
洋
の
島
々
の
戦
闘
を
思
い
起
こ
す
ま
で
も
な
く
、
日
本
帝
国
が
引
き
起
こ
し

た
戦
争
に
よ
っ
て
地
上
戦
に
巻
き
込
ま
れ
た
地
域
は
、
現
在
の
日
本
国
の
国
境
内
部
に
か

ぎ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。

　

し
か
し
他
方
で
〈
地
上
戦
〉
を
歴
史
化
・
文
脈
化
し
て
い
く
こ
う
し
た
作
業
を
、
戦
争

に
地
上
戦
は
つ
き
も
の
だ
と
か
、
地
上
戦
は
ど
こ
に
で
も
あ
っ
た
と
い
う
よ
う
な
、
死

（
者
）
を
あ
た
か
も
交
換
可
能
な
も
の
と
し
て
相
対
化
＝
一
般
化
す
る
言
説
に
帰
着
さ
せ

て
は
け
っ
し
て
な
ら
な
い
。

　

ゆ
え
に
硫
黄
諸
島
民
の
経
験
の
〈
伝
達
〉
に
は
、
き
わ
め
て
慎
重
な
文
脈
化
が
要
求
さ

れ
る
。
本
稿
は
そ
の
序
説
的
な
作
業
を
行
っ
た
に
す
ぎ
な
い
。
だ
が
、
そ
こ
に
住
ん
で
い

た
人
が
誰
も
い
な
く
な
っ
て
し
ま
う
前
に
、
氾
濫
す
る
「
地
上
戦
」
に
ま
つ
わ
る
言
説
の

傍
ら
で
、
硫
黄
諸
島
を
故
郷
と
し
て
生
き
て
き
た
人
び
と
、
あ
る
い
は
硫
黄
諸
島
と
い
う

故
郷
を
異
郷
と
し
て
生
き
る
人
び
と
の
経
験
を
叙
述
し
て
い
く
作
業
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

◀

40
菊
池
滋
「
帰
島
促
進
三
十
年
」
財

団
法
人
小
笠
原
協
会
／
小
笠
原
諸

島
返
還
三
〇
周
年
記
念
事
業
実
行

委
員
会 

編
『
小
笠
原
諸
島
返
還
30

年
記
念
誌―

過
去
と
現
在
か
ら
未

来
を
展
望
す
る
』
小
笠
原
諸
島
返

還
三
〇
周
年
記
念
誌
編
集
委
員
会
、

一
九
九
八
、一
七
九
頁
。

◀

41
財
団
法
人
小
笠
原
協
会 

編
『
小
笠

原
』
四
三
号
、
一
九
九
七
、一
二
│

二
〇
頁
。

◀

42
東
京
都
総
務
局
三
多
摩
島
し
ょ
対
策

室 

編
『
硫
黄
島
問
題
の
基
本
的
方

向
に
つ
い
て―

そ
の
課
題
と
提
言
』

一
九
七
九
、四
七
頁
。

付
記

イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー
に
快
く
応
じ
て
い
た
だ
い
た
浅
沼
碩
行
さ
ん
、
浅
沼
さ
ん
を
紹
介
い
た
だ
い
た
池
田
実
さ
ん
、
本
稿
で
は

直
接
言
及
し
て
い
な
い
が
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
元
島
民
の
方
が
た
、
資
料
収
集
に
際
し
て
と
く
に
お
世
話

に
な
っ
た
小
笠
原
村
教
育
委
員
会
の
島
田
絹
子
さ
ん
、
東
京
都
立
図
書
館
を
は
じ
め
と
す
る
関
係
各
資
料
館
の
み
な
さ
ま

に
、
深
い
感
謝
の
意
を
表
し
た
い
。
引
用
文
中
の
旧
字
体
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
新
字
体
も
し
く
は
そ
れ
に
近
い
字

体
に
改
め
た
。
引
用
文
中
の
﹇ 

﹈
内
は
筆
者
（
引
用
者
）
に
よ
る
補
足
で
あ
り
、
傍
点
も
す
べ
て
筆
者
（
引
用
者
）
に

よ
る
も
の
で
あ
る
。

プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
は
発
行
当
時
の
も
の
で
す
。




